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l
 
 

木
桶
は
「
他
事
記
」
の
若
干
甲
注
釈
を
通
し
て
、
「
記
」
の
文
学
の
問
題
と
閑
居
論
と
を
考
察
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
 
 

の
か
な
め
は
実
に
注
釈
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
試
論
と
題
し
た
。
と
い
う
の
は
、
従
来
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
日
本
津
文
 
 

学
作
品
の
注
釈
に
お
い
て
ほ
、
漠
簡
り
典
拠
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
解
釈
の
可
能
性
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
日
本
 
 

漢
文
学
の
宿
命
と
し
て
、
中
国
文
学
の
受
容
の
な
か
で
の
み
存
在
し
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
豊
富
な
用
例
は
中
国
文
学
の
な
か
に
 
 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
注
釈
態
度
は
、
日
本
漢
文
学
の
文
学
圏
の
な
か
で
の
み
流
通
す
る
よ
う
な
用
例
に
た
い
し
て
ほ
、
 
 

た
し
か
に
適
切
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
「
他
事
記
」
 
は
、
そ
の
文
学
の
性
格
上
、
一
〇
世
紀
後
半
の
歴
史
社
会
を
観
察
し
た
記
録
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
仏
教
信
 
 

仰
圏
と
は
と
く
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
 
「
他
事
記
」
の
用
例
は
、
広
く
歴
史
学
や
仏
教
史
学
の
対
象
と
す
る
よ
 
 

う
な
史
料
に
求
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
の
前
半
ほ
、
そ
の
あ
つ
か
い
を
め
ぐ
つ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

後
半
は
閑
居
論
で
あ
る
が
、
従
来
の
よ
う
に
白
楽
天
の
 
「
池
上
蔚
」
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
隠
逸
文
学
の
伝
統
と
の
比
較
論
で
 
 

は
な
く
、
自
詩
文
学
圏
の
な
か
で
保
胤
の
閑
居
論
を
読
み
と
こ
う
と
試
み
た
。
た
だ
な
に
ぷ
ん
に
も
浩
幹
な
 
『
自
民
文
集
』
 
の
こ
 
 

と
、
大
海
の
一
滴
の
そ
し
り
は
ま
ぬ
が
れ
ぬ
と
こ
ろ
だ
が
、
本
稿
を
も
っ
て
一
つ
の
方
法
論
の
試
み
と
し
た
い
。
 
 
 

慶
滋
保
胤
 
「
他
事
記
」
 
試
論
 
 

－
社
会
記
二
討
と
閑
居
1
 
 

名
 
妓
 
弘
 
彰
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2
 
 

「
他
事
記
」
 
望
削
半
ほ
、
一
〇
世
紀
後
半
の
東
西
両
京
の
社
会
記
録
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
社
会
記
録
の
面
に
か
ん
し
て
 
 

（
1
）
 
は
、
大
曽
根
章
介
氏
に
該
博
で
精
緻
な
研
究
が
あ
る
。
氏
は
社
会
を
記
録
し
て
ゆ
く
保
胤
の
解
禁
眼
の
背
後
に
か
れ
の
文
学
的
な
い
 
 

し
思
想
的
意
園
を
捉
え
、
「
郡
人
」
の
住
居
論
に
視
座
を
据
え
て
、
そ
れ
ら
を
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
、
方
法
論
的
 
 

に
い
っ
て
、
「
私
人
」
に
視
畦
を
据
え
る
と
い
う
点
に
は
い
さ
さ
か
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
九
は
、
見
放
を
除
い
て
も
、
京
都
ぬ
作
 
 

民
が
「
邦
人
」
と
く
く
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
〓
U
世
紀
の
京
都
が
単
一
の
階
層
で
占
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
 
 

る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
「
他
事
記
」
に
み
え
る
 
「
老
同
」
「
老
農
」
 
に
焦
点
を
L
ば
っ
て
分
析
を
試
左
、
そ
の
社
会
記
録
が
ど
の
よ
 
 

う
な
直
史
的
社
会
を
叙
述
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
記
」
の
文
学
で
あ
る
ゆ
え
に
、
叙
述
対
象
の
歴
史
的
社
会
か
 
 

ら
規
定
さ
九
ざ
る
を
え
な
い
限
界
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
 
 
 

当
面
の
「
老
閻
」
「
老
患
」
ほ
、
次
の
個
所
に
見
え
る
。
 
 

つ
く
 
 
 

た
だ
 
 
 

且
つ
夫
れ
、
河
退
野
外
、
酉
に
塁
を
比
べ
戸
を
比
べ
る
の
み
に
は
あ
ら
ず
、
兼
ね
て
復
た
田
を
為
り
畠
を
為
る
。
老
団
は
永
く
地
 
 
 

を
得
て
畝
を
開
き
、
老
農
は
便
ち
河
を
堰
き
て
田
に
漑
ぐ
。
 
 
 

京
都
近
郊
の
鴨
川
の
ほ
と
り
や
北
野
に
入
り
込
ん
で
き
た
農
民
の
生
態
を
柿
写
し
た
個
所
で
あ
る
が
、
こ
の
「
老
間
」
「
老
兵
」
に
 
 

つ
い
て
は
、
「
他
事
記
」
 
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
以
上
も
遡
る
関
連
史
料
が
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
柿
村
重
松
氏
も
引
用
さ
れ
て
 
 
 

（
3
）
 
 

（
2
）
 
 

い
る
『
類
衆
三
代
椅
』
所
収
の
太
政
官
符
三
通
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
ま
ず
官
符
の
分
析
を
適
し
て
、
「
老
圃
」
「
老
農
」
 
の
実
態
を
 
 

明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
 
 
 

貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
聞
入
月
十
四
日
付
の
官
符
ほ
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 

鴨
河
の
堤
通
に
て
水
陸
の
田
を
耕
管
す
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
事
 
 

ゝ■ 

さ
′
ヽ
 
 
 

右
、
右
大
臣
宮
守
ら
く
、
勃
を
奉
ず
、
夫
九
土
を
積
み
韓
を
築
く
は
、
尤
も
水
を
避
け
む
が
偲
な
り
。
堤
絶
れ
河
決
れ
は
、
其
の
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さ
廿
こ
 
 
 

害
防
ぎ
難
し
。
而
る
に
今
閏
ゆ
る
こ
と
有
り
。
細
民
の
愚
、
遠
慮
に
昧
く
或
い
は
公
に
空
閑
の
明
験
を
請
ひ
、
或
い
は
私
に
地
利
 
 

こ
は
 
 
 

地
は
、
」
見
昌
を
醸
貢
り
徒
と
古
来
共
に
賓
牧
せ
る
所
な
り
。
而
る
に
利
を
求
む
る
輩
、
白
田
を
占
及
し
、
達
に
百
姓
に
放
牧
の
便
 
 

の
膏
牌
を
逐
ひ
て
、
田
噂
を
聞
賛
し
、
渠
を
穿
ち
水
を
引
く
、
と
。
霹
潤
の
漸
は
遮
に
堤
を
壊
つ
に
及
ば
む
。
果
た
河
嬬
近
郊
の
 
 

b
し
な
く
だ
り
 
 
 

を
失
は
し
め
、
寧
ろ
一
家
の
利
と
す
る
所
を
悪
に
し
、
永
く
万
民
の
愁
へ
と
偽
る
を
忘
る
。
早
に
下
知
件
に
依
り
て
禁
止
す
べ
し
 
 
 

と
い
へ
り
。
耽
り
て
堤
の
東
西
は
公
田
を
除
く
外
に
、
諸
家
の
耕
作
す
る
所
の
水
田
陸
田
皆
な
悉
く
に
禁
過
し
て
復
た
皆
ま
し
む
 
 

こ
．
亡
 
 
 

る
こ
と
無
か
1
れ
。
躍
ひ
公
田
煎
り
と
難
も
、
堤
の
為
に
吾
と
成
る
．
へ
く
ほ
、
滑
し
復
た
耕
作
せ
し
む
る
こ
と
葺
か
れ
。
若
し
言
を
 
 

王
臣
家
に
託
け
て
強
い
て
作
る
こ
と
有
ら
ほ
、
身
を
禁
じ
て
言
上
せ
よ
。
…
・
。
 
 

こ
り
官
符
ほ
、
京
師
内
の
鴨
川
西
岸
の
築
堤
に
近
接
し
た
土
地
で
の
 
「
抑
民
」
「
王
臣
家
」
 
に
よ
る
私
田
の
新
鹿
開
墾
お
よ
び
既
開
 
 

墾
地
の
耕
作
を
禁
止
す
る
条
例
な
の
で
あ
る
。
永
原
薗
二
氏
に
よ
る
と
、
延
菩
年
間
（
九
〇
一
1
九
二
三
）
聖
町
後
か
ら
、
律
公
国
 
 

家
体
制
が
解
体
過
程
に
入
り
、
そ
れ
以
後
、
国
家
が
条
理
制
耕
地
に
た
い
し
て
公
地
公
水
主
義
り
原
則
に
立
つ
か
た
ち
で
の
耕
地
開
 
 

発
・
維
持
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
っ
た
。
労
力
を
投
入
し
て
も
安
定
し
た
保
有
権
す
ら
保
障
さ
れ
な
い
公
田
に
た
い
し
て
農
民
は
 
 

（
4
）
 
 

そ
の
耕
作
を
忌
避
し
ほ
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
官
符
で
措
辞
さ
れ
て
い
る
「
細
民
」
と
ほ
、
そ
う
し
た
公
田
耕
作
を
 
 

放
棄
し
た
農
民
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
荒
廃
地
化
し
た
公
田
や
公
田
地
割
り
外
の
土
地
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
が
、
官
符
が
い
 
 

う
よ
う
に
、
み
づ
か
ら
が
占
有
す
る
土
地
に
た
い
し
て
厄
按
に
政
府
の
公
認
を
申
請
す
る
（
「
公
請
空
閑
之
明
験
」
）
 
こ
と
な
ど
は
と
 
 

上
ご
っ
・
つ
∴
⊂
 
 

て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
ほ
「
王
臣
家
」
り
寄
人
と
な
り
、
「
王
臣
家
」
 
り
力
に
ょ
る
公
認
り
獲
得
と
い
っ
た
構
図
が
う
か
が
 
 

え
る
の
だ
が
、
ま
た
一
方
で
、
勝
手
に
占
有
地
化
を
押
し
進
め
る
（
「
私
逐
地
利
之
膏
牌
」
〕
と
い
う
よ
う
に
少
し
で
も
国
家
の
苛
赦
 
 

誅
求
の
弱
い
土
地
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
鴨
川
の
西
岸
の
筑
奥
の
間
辺
は
そ
の
よ
う
な
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
築
堤
近
接
 
 

の
土
地
で
あ
る
た
め
、
土
地
の
田
圃
化
は
菓
提
の
基
礎
を
弱
め
る
こ
と
と
な
り
、
末
長
年
間
（
八
l
一
四
－
八
三
四
）
設
置
の
公
田
を
 
 

つ
 
 

除
い
て
耕
作
禁
止
の
官
符
が
布
告
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
官
符
は
さ
ら
に
、
禁
止
事
由
の
説
明
に
あ
た
っ
て
、
墾
田
開
発
が
盛
ん
に
 
 

な
る
以
前
に
は
、
そ
こ
ほ
京
師
内
の
住
人
 
（
主
に
貴
族
・
官
人
を
宿
す
の
で
あ
ろ
う
）
 
と
租
税
品
運
送
業
者
（
「
礁
貢
之
征
」
）
用
の
 
 

牛
馬
の
放
牧
地
で
あ
っ
た
が
、
私
田
の
開
墾
は
そ
九
を
追
い
出
し
て
進
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
官
符
か
ら
、
そ
れ
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が
京
師
内
を
流
九
る
鴨
川
の
三
条
大
路
以
北
の
西
岸
に
つ
い
て
い
ゥ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
官
符
の
い
う
禁
止
対
 
 

象
の
「
堤
通
」
と
は
、
主
に
三
条
以
北
の
西
岸
の
墾
田
化
を
憂
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
 
 
 

関
連
史
料
と
し
て
次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
四
月
十
三
日
付
の
官
符
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
寛
平
五
年
 
 

（
八
九
三
）
の
茸
旨
が
引
用
さ
九
て
い
る
の
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
宣
旨
は
、
鴨
川
築
堤
を
管
理
す
る
検
非
違
使
庁
が
、
西
岸
の
「
県
 
 

連
東
西
」
 
り
耕
作
を
、
公
田
を
含
め
て
一
切
禁
止
す
る
条
例
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
員
観
十
三
年
官
符
の
禁
止
条
項
の
拡
大
施
行
で
 
 

あ
っ
た
。
貞
観
十
三
年
の
官
符
に
よ
っ
て
一
時
的
に
は
停
滞
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
ま
た
墾
田
の
耕
作
が
息
を
吹
き
か
え
し
、
 
 

条
例
の
施
行
を
も
の
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
宣
旨
は
も
甲
語
っ
て
い
る
。
使
庁
も
業
を
煮
や
し
た
の
か
、
宣
旨
が
布
告
さ
 
 

れ
る
や
、
農
民
の
収
穫
し
た
締
ま
で
収
公
し
て
し
ま
っ
た
。
寛
平
八
年
官
符
は
、
公
田
の
農
民
が
官
符
と
宣
旨
の
二
つ
の
条
例
の
矛
 
 

盾
に
苦
し
め
ら
れ
て
、
国
司
庁
に
愁
訴
し
た
と
こ
ろ
に
起
因
し
て
い
た
。
愁
訴
を
受
け
て
国
司
が
上
申
し
た
上
奉
書
に
は
、
 
 

は
た
 

●
－
こ
と
 
 
 

官
符
・
宣
旨
、
事
議
両
端
な
り
。
一
に
徒
ふ
か
を
知
ら
ず
。
加
ふ
る
に
既
に
調
庸
を
責
り
て
ロ
分
を
抑
止
す
。
百
姓
の
愁
へ
塞
に
 
 
 

他
ふ
べ
き
こ
と
有
り
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
、
便
、
国
司
と
共
に
茸
検
を
加
へ
、
堤
の
焉
に
害
有
る
者
は
別
に
勤
し
て
言
上
し
、
其
 
 

ま
か
 
 
 

の
替
り
を
給
は
ら
む
と
す
。
水
を
引
き
て
妨
ぐ
る
こ
と
無
き
者
は
、
耕
賛
し
て
其
の
佑
調
を
清
へ
し
む
る
に
任
せ
た
ま
は
む
こ
と
 
 
 

を
。
謹
L
み
て
庭
分
を
請
ふ
。
 
 

と
あ
っ
た
。
現
地
町
実
情
掌
撞
の
た
め
に
問
民
苦
使
の
派
遣
を
要
請
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
調
査
に
当
っ
た
間
民
苦
便
り
報
告
ほ
次
 
 

の
通
り
で
あ
っ
た
。
 
 

り
ろ
 
 
 

諸
家
井
び
に
百
姓
の
墾
田
は
多
く
躍
り
西
に
在
り
。
皆
な
中
河
り
水
を
用
ふ
。
今
茸
検
を
加
ふ
る
に
開
墾
を
蕊
す
べ
し
。
何
む
と
 
 

く
だ
○
 
 
 

な
れ
は
、
件
等
の
田
は
、
軽
の
西
の
中
河
の
水
を
以
ち
て
漕
漑
す
。
堤
防
町
害
と
慮
る
■
べ
か
ら
ず
。
果
た
聾
畝
と
百
姓
の
口
分
と
 
 
 

交
錯
す
。
献
ひ
耕
さ
ず
と
雄
も
、
放
牧
の
地
と
慮
る
べ
か
ら
ず
。
但
し
三
條
大
路
以
南
に
荒
魔
の
私
由
五
、
六
町
有
り
。
骨
て
百
 
 
 

姓
の
口
分
無
し
。
然
ら
ば
別
ち
件
り
の
田
、
放
牧
の
焼
ひ
を
致
す
べ
し
。
 
 

（
5
、
 
 

ま
ず
第
山
に
、
用
水
は
鴨
川
築
堤
の
外
を
流
れ
る
川
水
を
用
い
て
い
る
の
で
、
築
港
に
は
無
害
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
墾
田
と
公
 
 

田
が
入
り
組
ん
で
い
る
た
め
に
、
も
は
や
牛
馬
の
放
牧
地
に
も
ど
す
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
。
そ
こ
で
放
牧
地
に
は
三
条
大
路
以
南
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の
荒
廃
し
た
私
田
を
充
て
る
こ
と
で
、
耕
作
を
全
面
的
に
許
可
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
を
得
て
政
府
 
 

は
、
政
策
を
変
更
し
、
公
田
り
み
な
ら
ず
、
「
重
臣
家
」
「
百
姓
」
り
私
墾
田
り
耕
作
ま
で
許
可
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
寛
平
 
 

八
年
官
符
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
一
連
の
官
符
・
宮
古
日
の
施
行
の
背
後
に
ほ
、
「
王
臣
家
」
「
百
姓
」
 
に
よ
る
墾
田
経
営
由
す
さ
ま
じ
さ
が
よ
み
と
れ
る
。
か
 
 

れ
ら
の
経
済
的
な
権
益
の
拡
大
の
前
に
は
律
令
国
家
の
法
令
も
強
制
力
を
及
ば
し
か
ね
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
L
ろ
寛
平
八
年
官
 
 

符
の
施
行
以
前
に
お
い
て
、
実
質
的
に
は
貞
親
十
三
年
官
符
お
よ
び
寛
平
五
年
宣
旨
の
効
力
は
失
な
わ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
、
 
 

寛
平
八
年
官
符
は
、
い
わ
ば
既
成
事
実
の
追
認
を
行
な
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

以
上
が
「
他
事
記
」
 
か
ら
ほ
ぼ
九
十
年
以
上
前
ま
で
の
情
況
で
あ
っ
た
。
な
お
「
他
事
記
」
忙
関
連
し
て
言
及
し
て
お
く
な
ら
、
 
 

間
民
苦
使
の
報
告
か
ら
、
≡
条
大
路
以
南
に
は
公
田
が
な
く
、
ま
た
「
王
臣
家
」
を
は
じ
め
と
す
る
墾
田
開
発
も
活
発
で
ほ
な
か
っ
 
 

た
ら
し
い
こ
と
が
、
牛
馬
の
放
牧
地
が
そ
こ
へ
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
低
湿
地
帯
に
よ
る
水
利
上
の
問
題
 
 

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
ま
た
三
条
大
路
以
南
は
、
寛
平
入
牢
官
符
の
法
令
対
象
か
ら
除
か
れ
た
ら
し
く
、
貞
親
十
三
年
 
 

官
符
が
い
ま
だ
効
力
を
も
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
次
に
あ
げ
る
昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
四
月
五
日
付
の
官
符
の
中
で
、
点
綴
十
 
 

三
早
宮
符
の
施
行
後
は
、
「
四
条
大
路
り
南
、
六
条
坊
門
の
北
」
 
り
鴨
川
西
岸
に
あ
る
崇
親
院
の
徳
田
が
、
「
是
に
由
り
て
、
頃
年
耕
 
 

さ
ず
、
既
に
荒
地
と
成
」
 
っ
て
し
ま
っ
た
と
訴
え
、
三
条
大
路
以
北
の
耕
作
が
寛
平
入
牢
官
符
に
ょ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 
 

る
か
ら
、
同
じ
く
耕
作
を
許
可
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
崇
親
院
の
上
訴
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

昌
春
四
年
官
符
は
、
藤
原
氏
所
管
甲
崇
親
院
か
ら
上
訴
き
れ
た
徳
田
の
耕
作
許
可
願
い
と
い
う
個
別
策
件
虹
た
い
し
て
、
公
許
り
 
 

判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
崇
親
院
は
藤
原
氏
の
氏
女
を
収
養
す
る
施
設
で
前
述
の
よ
う
に
鴨
川
西
岸
を
償
有
し
て
い
た
。
そ
の
 
 

額
田
は
、
貞
観
十
三
年
官
符
に
よ
り
耕
作
が
禁
止
さ
れ
た
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
か
ら
開
墾
・
耕
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
 
 

わ
か
る
。
上
訴
は
、
 
 
 

件
り
の
院
田
は
堤
の
西
に
在
り
て
、
堤
を
去
る
こ
と
五
、
六
段
。
池
水
侯
多
に
し
て
、
地
脈
卑
浪
な
り
。
堤
防
の
害
を
成
す
べ
か
 
 
 

ら
ず
。
望
み
請
ふ
ら
く
ほ
、
殊
に
公
使
を
給
は
り
、
先
づ
害
験
せ
ら
れ
む
こ
と
を
。
若
し
損
害
額
か
ら
ば
、
諸
家
井
び
に
百
姓
等
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に
惟
ら
へ
て
、
嘗
に
復
し
て
耕
作
を
漉
さ
れ
む
こ
と
を
。
謹
し
み
て
鹿
骨
を
請
ふ
。
 
 
 

3
 
 

2
 
 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
官
符
は
こ
の
上
訴
を
受
理
し
て
耕
作
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
。
訴
え
た
の
も
時
平
で
あ
り
、
受
理
し
た
 
 

の
も
時
平
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
藤
原
氏
の
催
勢
を
背
景
に
し
た
特
殊
で
個
別
的
な
領
田
耕
作
の
許
可
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
上
 
 

訴
の
論
理
が
吾
平
八
年
官
符
の
許
可
事
由
の
適
用
を
三
条
大
路
以
南
に
も
求
め
、
施
行
区
域
の
拡
大
を
望
む
と
い
う
も
り
で
あ
っ
た
 
 

点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
理
は
、
た
ん
に
藤
原
氏
の
み
で
は
な
く
、
「
王
臣
家
」
「
百
姓
」
の
論
理
と
も
な
り
う
る
町
で
 
 

あ
っ
て
、
か
れ
ら
の
開
墾
意
欲
を
刺
激
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
ば
、
じ
ゆ
う
ぷ
ん
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

以
後
、
関
連
更
科
は
管
見
に
入
ら
ぬ
ま
ま
、
「
他
事
記
」
に
直
接
税
く
の
だ
が
、
そ
の
間
に
は
八
十
五
年
の
年
月
が
経
っ
て
い
た
。
 
 

し
か
し
「
他
事
記
」
で
 
 
 

掃
か
に
格
文
を
見
る
忙
、
鴨
河
の
西
は
唯
に
崇
親
院
の
田
を
糾
す
こ
と
の
み
を
免
し
、
自
助
ほ
皆
悉
く
に
禁
断
す
。
水
害
有
る
を
 
 

に
は
 

い
で
i
と
こ
ち
 
 
以
ち
て
な
り
。
加
ふ
る
に
東
河
と
北
野
ほ
四
邦
竺
一
な
り
。
天
子
時
を
迎
へ
た
ま
ふ
場
な
り
。
行
幸
し
た
ま
ふ
地
な
り
。
人
有
り
 
 

お
1
 

と
ど
 

い
さ
 

（
6
）
 
 
 

て
麒
ひ
居
ら
む
と
欲
ひ
耕
さ
む
と
欲
ふ
と
も
、
有
司
何
ぞ
崇
め
ぎ
ら
む
や
制
め
ぎ
ら
む
や
。
 
 

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
こ
こ
に
い
う
「
鴨
河
の
西
」
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
、
三
条
大
路
以
南
の
鴨
 
 

川
築
堤
の
西
側
の
土
地
を
限
定
的
に
指
L
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
土
地
が
 
「
東
河
」
「
北
野
」
 
と
あ
わ
せ
て
、
耕
作
を
禁
制
 
 

さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
強
い
難
詰
の
語
調
の
背
景
に
は
、
む
し
ろ
八
十
年
操
の
時
点
に
お
い
て
、
墾
田
開
発
が
い
っ
そ
 
 

う
拡
大
し
て
き
て
い
る
と
い
う
事
冥
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
で
「
東
河
」
の
語
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
 
 

は
鴨
川
の
東
岸
の
急
に
も
と
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
「
鴨
河
の
西
」
が
、
法
令
の
伝
統
に
よ
っ
て
、
鴨
河
西
岸
の
築
韓
を
は
さ
む
西
側
、
 
 

つ
ま
り
市
街
地
側
の
土
地
を
宿
L
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
 
「
束
河
」
も
、
築
堤
を
基
準
に
し
た
東
側
で
、
？
ま
り
築
堤
内
の
土
 
 

地
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
東
河
」
と
「
北
野
」
の
墾
田
開
発
が
 
「
鴨
何
の
西
」
よ
り
後
れ
て
始
ま
り
、
 
 

近
年
の
社
会
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
次
竺
一
つ
の
理
由
か
ら
知
ら
九
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
、
本
文
の
 
「
加
以
」
 
の
語
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
は
「
鴨
河
の
西
」
の
問
題
毎
上
に
、
「
東
河
」
「
北
野
」
の
問
題
▲
か
加
わ
っ
て
き
た
と
い
う
現
象
を
背
景
と
す
る
措
辞
で
あ
 
 

ろ
う
。
ま
た
第
二
に
、
「
東
河
」
「
北
野
」
 
の
方
に
ほ
と
く
に
、
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う
ら
な
 

と
も
が
ら
 
 
 

或
い
は
東
河
の
畔
に
ト
ひ
て
、
若
し
大
水
に
遇
ふ
と
き
に
は
、
魚
篭
と
伍
と
為
り
、
 
或
い
は
北
野
の
中
に
住
ま
ひ
て
、
若
し
若
 
 
 

草
有
る
と
き
に
は
、
渇
浸
す
と
姓
も
、
水
無
し
。
 
 

と
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
鴨
河
の
西
」
の
墾
田
が
と
も
か
く
も
そ
れ
な
り
に
安
定
し
た
古
い
問
題
で
あ
っ
て
、
話
 
 

題
に
も
な
ら
な
い
の
に
た
い
し
て
、
「
東
河
」
「
北
野
」
 
の
墾
田
経
営
は
い
ま
だ
流
動
化
し
て
い
る
た
め
に
日
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
 
 

て
、
そ
れ
が
近
年
の
社
会
現
象
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

八
十
年
の
歳
月
の
経
過
の
う
ち
に
、
「
王
臣
家
」
「
百
姓
」
の
墾
田
経
常
は
、
禁
制
に
か
か
わ
り
な
く
、
三
条
大
路
以
南
の
鴨
川
西
 
 

岸
に
拡
大
し
、
や
が
て
そ
の
勢
い
は
、
「
他
事
記
」
が
郊
祀
礼
の
行
な
わ
れ
る
神
域
と
呼
ぷ
「
黄
河
」
「
北
野
」
 
へ
す
ら
押
し
寄
せ
て
 
 

せ
 
 
 

い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
老
園
」
「
老
畏
」
と
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
墾
田
経
営
者
の
姿
を
活
写
し
て
い
た
の
で
あ
 
 

る
。
か
れ
ら
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
永
原
靂
二
氏
の
言
を
借
り
て
み
た
い
。
長
い
も
の
だ
が
、
適
確
な
説
明
で
あ
る
 
 

の
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
 
 
 

群
小
の
田
堵
ら
は
お
そ
ら
く
、
公
領
詩
作
、
細
治
田
、
私
領
の
開
発
に
加
え
て
、
荘
園
耕
地
の
詩
作
に
も
関
係
す
る
よ
う
に
な
 
 
 

り
、
つ
い
に
は
身
柄
を
棍
門
の
寄
人
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
領
詩
作
の
不
安
定
さ
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
小
名
田
堵
等
の
土
地
保
有
権
強
化
の
た
め
の
動
き
も
ま
た
多
角
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
の
関
連
の
な
か
 
 

（
7
）
 
 
 

で
は
じ
め
て
国
家
的
土
地
所
有
体
制
を
掘
り
く
ず
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
ほ
ぼ
一
世
紀
に
わ
た
る
墾
田
の
拡
大
は
、
律
令
国
家
体
制
の
解
体
期
に
お
け
る
一
つ
の
典
型
的
な
社
会
現
象
で
 
 

あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
の
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
苛
敷
誅
求
が
い
っ
そ
う
増
し
て
き
た
公
地
を
捨
て
て
、
「
老
圃
」
 
 

「
老
農
」
 
は
み
づ
か
ら
の
運
命
を
切
り
ひ
ら
く
べ
く
、
地
割
り
外
の
三
条
以
北
の
鴨
川
築
堤
の
西
側
、
そ
し
て
三
条
以
南
へ
と
ひ
ろ
 
 

が
り
、
き
ら
に
は
神
域
で
あ
る
築
堤
の
東
側
、
す
な
わ
ち
築
堤
内
、
そ
し
て
ま
た
北
野
へ
と
入
り
込
み
、
積
極
的
に
墾
田
経
営
に
 
 

乗
り
出
L
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
歴
史
の
趨
勢
に
突
き
動
か
さ
れ
る
か
の
ご
と
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
感
じ
ら
れ
る
姿
で
あ
っ
た
。
 
 
 

「
池
亭
記
」
は
そ
う
し
た
農
民
の
動
き
を
 
 

う
ね
 
 
 

老
圃
は
永
く
地
を
得
て
畝
を
開
き
、
老
農
は
便
ち
大
河
を
堰
き
て
田
に
漕
ぐ
。
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と
直
叔
は
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
老
圃
」
「
老
最
」
の
行
動
を
一
方
で
は
 
 

と
こ
与
 

お
す
 
 
 

彼
の
両
京
の
中
に
、
空
関
り
地
無
き
か
。
何
ぞ
其
れ
人
心
の
破
き
こ
と
甚
だ
し
き
や
 
 

と
い
い
、
ま
た
 
 

は
た
 
 
 

骨
牌
を
去
り
て
填
角
に
就
く
。
是
れ
天
町
焦
ら
し
む
る
か
、
清
人
の
自
ら
狂
ひ
た
る
か
。
 
 

と
批
判
す
る
。
待
合
宮
人
の
立
場
か
ら
す
れ
は
、
た
し
か
に
、
国
家
棟
構
の
手
に
な
る
水
利
の
よ
い
公
田
 
（
「
膏
朕
」
）
 
を
放
棄
し
 
 

て
、
こ
と
さ
ら
に
水
利
の
悪
い
河
川
地
、
山
野
（
「
壌
角
」
）
の
開
墾
に
向
っ
て
ゆ
く
と
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ほ
国
家
 
 

機
構
そ
の
も
の
が
解
体
の
過
程
に
あ
る
現
実
で
ほ
、
む
し
ろ
律
令
機
構
へ
の
幻
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
人
心
之
強
」
「
狂
」
と
批
判
 
 

す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
 
「
老
囲
」
「
老
鼻
」
 
の
行
動
を
、
理
解
し
が
た
い
不
条
理
の
行
動
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
官
人
的
立
場
 
 

の
限
界
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
8
）
 
 
 

「
他
事
記
」
は
、
外
界
か
ら
隔
絶
し
、
自
給
自
足
の
生
活
が
試
み
ら
れ
る
閑
居
と
い
う
場
に
わ
が
身
を
据
え
て
、
外
界
の
社
会
と
 
 

一
定
の
（
離
れ
）
を
置
く
か
た
ち
で
貴
族
社
会
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ぎ
ま
な
社
会
に
た
い
す
る
批
判
的
精
神
の
表
現
と
認
め
ら
れ
 
 

（
9
）
 
 

て
い
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
「
老
圃
」
「
老
農
」
と
い
っ
た
農
民
の
行
動
に
た
い
す
る
批
判
に
は
、
無
理
解
に
よ
る
後
退
し
た
姿
勢
 
 

が
う
か
が
え
る
。
歴
史
的
に
み
て
、
農
民
の
行
動
に
こ
そ
中
世
を
展
望
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
姿
が
み
ら
れ
る
の
と
比
べ
れ
ば
保
 
 

胤
の
後
退
し
た
姿
勢
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

保
胤
の
観
察
眼
は
、
時
代
の
貴
族
社
会
の
退
廃
を
え
ぐ
つ
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
と
さ
れ
る
。
貴
族
社
会
に
た
い
す
る
批
判
精
 
 

神
は
、
隠
遁
者
の
文
学
の
ひ
と
つ
の
価
値
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
L
そ
の
批
判
は
、
か
れ
の
立
場
か
ら
 
 

す
れ
は
、
貴
族
社
会
へ
の
侮
蔑
を
通
し
て
、
貴
族
社
会
か
ら
み
づ
か
ら
を
引
き
離
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
保
胤
の
属
す
る
官
 
 

人
社
会
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
永
観
二
年
（
九
八
四
）
花
山
天
皇
即
位
と
と
も
に
、
外
戚
の
地
位
に
た
っ
た
気
鋭
の
政
治
家
藤
原
義
 
 

憤
は
、
藤
原
惟
成
と
協
力
し
て
政
治
の
革
新
を
は
か
り
、
律
令
政
治
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が
官
人
で
あ
 
 

u
仰
乃
 
 

り
、
大
内
記
保
胤
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
革
新
運
動
も
、
二
年
後
の
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
は
挫
折
し
た
。
兼
家
、
 
 

通
兼
の
花
山
天
皇
退
位
の
策
謀
が
功
を
奏
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
摂
関
家
の
専
権
を
露
骨
に
示
す
事
件
と
さ
れ
る
が
、
革
新
政
治
挫
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3
 
 

「
他
事
記
」
冒
頭
は
、
人
影
も
絶
え
て
ひ
っ
そ
り
と
し
た
廃
墟
に
近
い
「
西
京
」
（
現
在
の
京
都
而
右
京
区
）
 
の
描
写
を
も
っ
て
始
 
 

ま
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
に
そ
こ
に
住
む
人
間
群
と
し
て
は
、
ほ
か
に
移
る
場
所
と
て
な
く
、
「
貴
腐
」
 
に
あ
え
ぐ
老
と
、
か
え
っ
て
 
 

そ
こ
に
住
む
こ
と
で
「
幽
膳
亡
命
L
を
楽
し
み
、
や
が
て
ほ
「
入
山
時
田
」
を
し
ょ
う
と
す
る
者
だ
け
が
住
み
つ
い
て
い
る
と
読
い
 
 

て
ゆ
く
。
こ
の
人
間
群
の
う
ち
、
こ
こ
で
と
り
上
げ
た
い
の
は
後
者
で
あ
る
。
な
に
や
ら
隠
遁
宕
の
群
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
そ
の
生
 
 

態
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
「
池
亭
記
」
後
半
の
主
題
で
あ
る
閑
居
と
の
関
連
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
 
 
 

当
該
個
所
の
文
を
書
き
下
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
読
め
る
。
 
 
 

或
い
ほ
幽
隠
亡
命
を
饗
し
ぴ
て
、
皆
に
山
に
入
り
田
に
開
る
べ
き
老
は
去
ら
ず
。
 
 

「
或
＝
…
薯
」
と
ほ
、
前
句
と
の
対
句
か
ら
、
賛
嘆
老
の
群
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
人
間
群
を
指
示
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
 
 

に
も
の
を
額
型
化
す
る
表
現
は
、
「
他
事
記
」
 
に
二
個
所
ほ
ど
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
保
胤
の
好
ん
だ
表
現
法
で
あ
る
と
と
も
に
、
 
 

そ
こ
に
も
甲
を
炉
型
的
・
数
量
的
に
据
え
る
官
人
的
発
想
が
み
て
と
れ
よ
う
。
次
に
「
首
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
推
量
の
意
で
あ
 
 
 

折
の
根
底
に
は
、
律
令
国
家
の
解
体
過
程
に
あ
っ
て
官
人
機
構
そ
の
も
の
が
門
閥
化
し
萎
縮
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ね
は
な
ら
 
 

な
い
。
官
界
の
上
層
部
が
藤
原
氏
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
と
と
も
に
、
中
下
層
の
貴
族
も
律
令
の
官
職
を
家
職
化
し
て
い
っ
た
の
で
 
 

あ
る
。
事
件
ほ
「
池
亭
記
」
の
四
年
後
に
起
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
伏
在
す
る
問
題
の
表
現
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
官
人
と
し
 
 

て
の
存
在
が
も
は
や
閑
塞
L
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
で
ま
た
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
農
民
に
た
い
す
る
保
胤
り
無
理
解
は
、
農
民
か
ら
り
隔
絶
を
も
の
語
っ
て
い
よ
 
 

う
。
宮
人
と
し
て
の
保
胤
ほ
、
対
社
会
的
に
一
種
の
閉
塞
情
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
章
で
述
 
 

べ
る
牒
返
書
の
群
へ
の
保
胤
の
限
ぎ
し
は
、
こ
の
よ
う
な
閉
塞
し
た
情
況
に
お
け
る
精
神
の
危
機
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
閑
 
 

居
へ
帰
結
す
る
「
他
事
記
」
の
構
成
は
、
こ
甲
閉
塞
情
況
か
ら
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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り
、
未
来
の
予
定
を
意
味
し
て
い
る
。
す
る
と
、
「
些
手
記
」
は
、
い
は
ゆ
る
隈
過
と
い
う
社
会
現
象
に
「
幽
隠
亡
命
」
と
「
入
山
 
1
0
 
 
 

蹄
田
」
の
間
に
段
階
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

へ
い
」
 
 

そ
こ
で
ま
ず
「
幽
隠
亡
命
」
 
で
あ
る
が
、
「
亡
命
」
か
ら
い
う
と
、
『
萬
葉
集
』
に
も
早
い
用
例
が
見
え
る
が
、
保
胤
自
身
に
も
 
 

（
ほ
）
 
 

抄
門
空
也
ほ
、
父
母
を
言
は
ず
、
亡
命
し
て
世
に
あ
り
。
（
『
日
本
往
生
極
筆
記
』
一
七
話
）
 
 

と
あ
り
、
そ
の
同
じ
空
也
に
つ
い
て
、
「
牢
也
誅
」
で
ほ
 
 

く
 
に
 
 
か
た
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）
 
 
上
人
（
空
也
）
は
父
母
を
顕
は
さ
ず
、
郷
土
を
説
る
こ
と
無
し
 
 

と
あ
っ
て
、
こ
の
語
が
、
戸
籍
な
い
し
官
箱
を
脱
し
て
、
他
郷
に
流
亡
、
逃
散
し
て
浮
浪
と
な
る
、
と
い
っ
た
意
味
が
適
切
に
う
か
 
 

が
え
よ
う
。
次
に
「
幽
憶
」
に
つ
い
て
は
、
『
本
朝
文
稗
』
巻
一
に
収
め
ら
れ
る
「
亮
委
賦
」
「
視
雲
知
隠
購
」
 
二
篇
に
 
「
幽
憶
」
と
 
 

標
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
と
な
ろ
う
。
「
菟
襲
賦
」
は
、
藤
原
兼
通
の
帯
謀
忙
よ
っ
て
、
先
太
臣
を
罷
免
さ
れ
た
兼
明
親
王
が
、
 
 

山
荘
堆
蔵
殴
へ
の
隠
退
を
決
意
L
て
、
自
己
の
政
治
的
不
遇
を
抗
議
し
た
作
品
で
あ
り
、
雄
蔵
般
と
い
う
「
菟
雲
「
」
は
政
治
的
な
場
 
 

と
対
置
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
も
つ
、
い
わ
ば
反
政
治
的
な
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
祝
宴
知
隈
賦
」
は
、
在
野
の
教
養
人
〔
遺
賢
）
が
 
 

天
子
か
ら
認
め
ら
れ
て
招
か
れ
る
こ
と
を
待
望
す
る
と
い
う
作
品
で
、
そ
の
「
肥
遁
之
地
」
と
は
、
政
治
的
電
庸
を
待
望
す
る
人
の
 
 

隠
棲
ゐ
地
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
標
題
の
「
幽
隠
」
と
は
、
反
抗
と
待
望
と
い
っ
た
対
極
的
な
方
向
に
裂
か
れ
る
に
し
ろ
、
政
治
 
 

（
1
4
）
 
 

的
な
場
と
二
止
の
距
離
を
置
く
態
度
な
い
し
場
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
世
を
避
け
て
襟
く
隠
れ
る
」
 
と
い
う
意
味
だ
が
、
 
 

そ
の
 
「
世
」
 
と
は
政
治
的
な
場
を
主
要
な
要
素
と
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
他
事
記
L
 
の
用
例
も
こ
の
よ
う
な
意
味
の
 
 

枠
内
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
欒
〓
幽
闇
亡
命
一
」
 
と
い
う
表
現
か
ら
も
い
え
る
。
そ
れ
ほ
、
な
ん
ら
か
の
束
縛
を
脱
し
た
自
由
な
境
 
 

遇
に
あ
る
こ
と
が
〓
宋
」
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
班
田
農
民
の
「
幽
隠
亡
命
」
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
 
 

は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
「
池
亭
記
」
で
は
、
な
に
か
し
ら
政
治
的
な
不
満
か
ら
官
籍
を
脱
し
、
官
吏
生
活
を
中
心
と
す
る
あ
 
 

ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
幽
隠
」
 
の
生
を
楽
し
ん
で
い
る
人
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。
実
際
の
隠
遁
暑
が
す
べ
て
官
人
の
出
自
 
 

を
も
ち
、
隠
遁
を
菜
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
重
要
な
り
は
、
隠
遁
老
の
生
態
に
自
己
を
投
影
さ
せ
て
い
る
と
い
 
 

う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
記
録
と
い
う
叙
述
方
法
か
ら
す
れ
は
、
き
わ
め
て
想
像
性
り
濃
い
、
そ
れ
ゆ
え
創
作
的
な
蓑
現
に
こ
そ
、
保
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3
郡
に
在
る
こ
と
六
百
目
、
山
に
入
る
こ
と
十
二
廻
。
（
留
題
天
些
盛
隠
雨
寺
 
巻
二
≡
）
 
 

l
●
■
 
 

ト
と
l
尊
 
 

4
終
身
臥
雲
の
伴
と
作
ら
む
と
恩
ふ
、
…
・
ニ
緋
砲
著
了
へ
て
河
田
す
る
に
好
L
。
（
酬
元
郎
中
制
加
朝
散
大
末
書
懐
見
蝉
 
巻
一
九
）
 
 

幹
i
 
 

5
持
田
の
計
を
作
さ
む
と
擬
ふ
、
亦
た
豊
約
に
隠
ふ
べ
し
。
（
自
詠
五
首
其
四
 
巻
二
一
）
 
 

6
改
も
亦
た
蟄
に
狩
ら
む
と
思
ふ
。
君
も
郡
粛
の
中
に
臥
ナ
こ
と
を
厭
ふ
ペ
し
二
零
封
和
州
 
筆
画
）
 
 

か
さ
だ
 
7
他
の
朝
市
を
悪
ひ
て
何
事
を
か
求
む
る
。
且
画
を
想
ひ
取
め
て
此
の
身
を
楽
し
ま
L
め
む
二
憩
蹄
田
園
 
巻
二
五
）
 
 

こ
こ
に
あ
げ
た
用
例
か
ら
だ
け
で
も
、
「
入
山
」
 
と
 
「
持
田
」
 
が
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
意
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
 
 

そ
れ
を
ま
ず
白
詩
の
「
山
」
 
の
イ
メ
ー
ジ
を
て
が
か
り
に
み
て
い
こ
う
。
 
 

8
中
に
山
に
蘇
る
路
有
り
、
狩
り
去
る
臥
雲
の
人
（
寄
隠
者
 
巻
一
）
 
 

「
山
」
ほ
「
隠
者
」
の
住
む
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
山
」
は
、
 
 

い
な
 

9
山
林
に
は
乗
鞍
少
な
く
、
世
路
に
は
報
阻
多
し
。
＝
…
・
心
に
甘
じ
て
名
利
を
謝
び
、
跡
を
減
ち
て
丘
園
に
跨
る
。
（
読
史
五
首
其
二
 
 
 

巻
二
）
 
ま
か
 

た  

い
せ
 
 

と
ど
と
こ
し
な
へ
 
 

ペ
 
 

川
早
く
罷
去
り
て
、
雲
泉
の
身
を
収
取
す
宜
肯
し
。
…
…
終
に
此
の
山
に
乗
り
て
住
ま
り
、
永
に
駐
中
の
最
を
謝
ま
む
（
遊
悟
果
寺
 
 
 

詩
 
巻
六
）
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
名
声
・
利
欲
と
い
っ
た
人
間
的
欲
望
を
謝
絶
し
た
、
束
縛
（
「
寵
執
」
）
の
少
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
入
 
 

り
込
む
た
め
に
は
、
世
俗
（
「
直
中
」
）
 
の
 
「
縁
」
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
 
 

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
は
「
永
謝
」
「
演
跡
」
と
い
う
旬
が
表
象
す
る
よ
う
に
、
世
俗
か
ら
ま
っ
た
 
 

な
 
 

く
隔
絶
さ
れ
た
別
乾
坤
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
析
L
て
み
る
と
、
「
隠
者
」
 
の
存
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
 
1
1
 
 
 

胤
の
内
奥
に
ひ
そ
む
関
心
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
入
山
時
田
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
白
楽
天
の
詩
（
以
下
、
自
詩
と
呼
ぶ
）
り
受
容
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
1
5
）
 
 

l
昔
は
飛
蓋
の
虚
に
随
ひ
し
も
、
今
は
軒
別
時
を
照
ら
す
。
（
山
中
閏
月
 
『
自
氏
文
集
』
華
ハ
）
 
止
 

し
 
 

2
草
」
び
て
矧
廿
初
め
て
影
を
息
ほ
し
め
、
朝
市
に
鶴
首
て
久
し
く
生
を
穿
せ
 
 し
こ
と
を
厭
ひ
き
。
（
葺
嘩
 
巻
一
六
）
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自
詩
の
「
山
」
が
き
わ
め
て
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
こ
と
は
白
帯
の
用
語
法
か
ら
も
立
証
さ
れ
る
。
た
 
 

と
え
ば
引
用
の
4
と
8
の
用
例
に
み
え
る
よ
う
に
、
「
臥
雲
の
伴
」
と
「
蹄
田
」
、
「
山
林
」
 
と
 
「
丘
園
L
 
と
い
う
よ
う
に
、
〓
入
〕
 
 

山
」
と
「
持
田
」
と
が
一
篇
の
詩
の
中
で
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
法
は
、
そ
れ
ら
の
詩
語
の
も
つ
 
 

個
別
的
な
具
象
性
を
弱
め
、
抽
象
的
な
象
徴
性
を
強
め
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
て
自
詩
の
「
入
山
」
「
持
 
 

田
」
 
で
は
、
個
別
具
象
的
な
意
味
が
弱
め
ら
れ
、
世
俗
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
自
由
の
境
涯
に
生
き
る
と
い
う
象
徴
的
な
イ
 
 

メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
お
な
じ
ょ
う
な
意
味
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
 
「
掃
田
」
の
詩
語
が
陶
詩
の
「
蹄
園
田
居
五
首
」
を
 
 

（
1
6
）
 
 

直
接
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
引
用
7
の
詩
句
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
そ
の
場
合
、
陶
詩
の
も
つ
具
象
性
は
弱
め
ら
 
 

れ
、
詩
全
体
の
寓
意
が
帰
納
さ
九
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

保
胤
の
「
入
山
師
田
」
町
成
語
は
、
こ
の
よ
う
な
白
話
の
用
語
法
り
影
響
を
受
け
て
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
 
 

し
わ
が
国
の
「
入
山
」
の
用
例
を
検
討
す
る
と
、
象
徴
イ
メ
ー
ジ
の
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
あ
る
明
確
な
具
象
を
帯
び
た
イ
メ
ー
 
 

ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
。
『
往
生
要
集
』
に
、
 
 
 

そ
の
出
家
の
人
に
三
輯
あ
り
、
も
し
上
根
の
老
は
草
座
・
鹿
皮
二
束
・
一
葉
な
り
。
雪
山
大
士
の
如
き
、
こ
れ
な
り
。
も
し
中
 
 
 

根
の
者
は
、
常
に
乞
食
・
糞
掃
衣
な
り
。
も
し
下
根
の
者
は
檀
越
の
信
施
な
り
。
た
だ
少
し
く
所
得
あ
ら
ば
即
便
ち
足
る
を
知
 
 

（
l
T
）
 
 
 

る
。
具
さ
に
は
止
観
の
第
四
の
如
し
。
 
 

と
あ
る
。
そ
こ
で
『
摩
訂
正
観
』
巻
四
下
を
み
る
と
、
 
 わ

た
 
 
 

雪
山
の
大
士
は
、
形
を
探
潤
に
絶
し
て
、
人
間
に
捗
ら
ず
。
草
な
結
び
て
照
と
膚
、
鹿
皮
の
衣
を
被
て
受
持
・
説
浄
等
の
事
無
 
 
 

し
。
堪
忍
の
力
成
じ
て
温
厚
を
用
ひ
ず
。
人
間
に
遊
ば
ざ
れ
ば
互
助
に
煩
ふ
こ
と
無
し
。
此
れ
上
人
な
り
。
十
二
頭
陀
は
、
但
だ
 
 

（
柑
）
 
 
 

む
ら
ぎ
と
 
 

三
衣
を
菩
へ
、
多
か
ら
ず
少
な
か
ら
ず
。
衆
に
出
で
山
忙
入
る
に
被
服
斉
整
な
り
。
故
に
三
衣
を
立
つ
。
比
れ
中
土
な
り
。
 
 

と
あ
り
、
以
下
引
用
を
省
略
し
た
が
、
衆
落
の
う
ち
の
伽
藍
に
の
み
止
住
し
て
、
檀
越
の
布
施
を
仰
ぐ
行
者
の
一
環
を
「
下
士
」
と
 
 

L
て
い
る
。
『
摩
詞
止
観
』
を
あ
わ
せ
読
む
と
、
『
往
生
要
集
』
に
ほ
「
出
家
」
に
三
つ
の
類
型
が
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

す
な
わ
ち
血
山
林
苦
行
者
。
完
全
に
入
山
し
た
ま
ま
で
、
衣
食
の
た
め
と
い
え
ど
も
、
覿
落
に
は
下
り
て
来
な
い
行
者
。
恩
頭
陀
行
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宕
へ
斡
坂
行
者
）
。
入
山
修
行
ほ
し
て
い
る
が
、
乞
食
り
た
め
に
の
み
寮
落
に
下
り
て
来
る
行
者
。
そ
し
て
Ⅷ
伽
藍
止
住
着
っ
 
こ
聖
二
 
 

つ
の
類
型
は
一
般
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
伝
源
信
作
の
『
止
観
坐
禅
記
』
に
は
、
m
、
は
の
い
ま
少
し
詳
し
い
記
事
が
み
え
る
。
 
 
 

止
節
・
坐
禅
は
、
先
づ
閑
虞
に
屠
る
べ
し
。
閑
虞
に
三
晶
有
り
。
上
品
は
深
山
・
関
谷
な
り
。
中
品
は
頭
陀
・
斡
敵
な
り
。
下
品
 
 
 

は
蘭
若
・
伽
藍
な
り
。
若
L
深
山
・
幽
谷
な
ら
ば
、
途
路
険
難
に
L
て
人
跡
永
く
跡
を
塵
つ
。
誰
か
釆
て
噛
乱
せ
む
や
、
山
水
一
 
 

く
ら
 
 
 

菓
に
渡
り
、
松
柏
を
餌
ひ
て
精
束
を
横
ぐ
。
窓
に
思
惟
・
坐
押
し
て
、
更
に
飴
事
忙
餓
う
る
こ
と
無
し
。
雪
山
量
子
の
如
く
、
末
 
 
 

書
大
師
の
如
し
・
…
・
白
雲
探
き
虞
に
心
を
澄
ま
す
、
足
れ
上
±
な
り
。
次
に
東
陀
・
料
据
な
り
。
極
め
て
里
近
く
三
里
に
動
く
。
 
 

き
か
 

（
1
9
）
 
 
 

交
ご
も
往
き
て
亦
た
謙
る
。
…
‥
竹
り
て
是
れ
を
中
土
と
為
す
。
 
 

こ
れ
に
よ
れ
は
、
m
山
林
苦
行
者
の
修
行
内
容
が
具
体
的
に
示
さ
れ
、
そ
れ
が
独
居
・
禅
定
・
語
断
（
語
黙
）
な
ど
と
い
っ
た
厳
し
 
 

い
苦
修
練
行
で
あ
る
こ
と
が
あ
か
る
。
し
た
が
っ
て
『
摩
討
止
観
』
聖
二
士
説
を
踊
襲
し
て
い
る
と
は
い
え
、
源
信
お
よ
ぴ
『
坐
禅
 
 

記
』
の
認
識
は
、
ほ
ぼ
わ
が
国
の
「
出
家
」
 
の
形
態
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
「
入
山
」
 
と
い
 
 

え
は
、
仏
道
の
聖
域
に
分
け
入
る
こ
と
で
あ
り
、
山
林
苦
行
と
頭
陀
・
乞
食
行
と
い
っ
た
苦
修
練
行
を
と
も
な
う
も
の
と
さ
れ
て
い
 
 

た
の
で
あ
る
ゥ
「
池
亭
記
」
 
の
 
「
入
山
」
 
も
こ
の
よ
う
な
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
て
い
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
 
 

こ
の
「
入
山
」
 
に
比
べ
れ
ば
、
「
蹄
田
」
 
に
ほ
具
象
性
が
と
ば
し
く
、
「
入
山
」
の
も
つ
象
徴
性
を
礁
め
る
と
い
っ
た
効
果
を
は
た
し
 
 

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
 
 
 

「
池
苧
記
」
 
ほ
、
西
京
に
い
っ
た
ん
寓
居
を
か
ま
え
て
し
ば
ら
く
身
を
隠
し
た
後
、
や
が
て
本
格
的
な
入
山
苦
行
へ
と
曙
み
出
し
 
 

て
ゆ
く
隠
遁
者
の
辟
を
観
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
隠
遁
に
「
亡
命
」
1
「
入
山
」
と
い
っ
た
段
階
を
摂
察
す
る
の
は
、
 
 

右
に
克
た
苦
行
を
考
慮
す
る
と
き
、
き
わ
め
て
写
実
的
な
記
録
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
隠
遁
者
の
群
に
不
遇
な
宮
人
の
 
 

姿
を
注
視
す
る
の
ほ
、
第
二
茸
で
述
べ
た
み
づ
か
ら
の
閉
塞
情
況
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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4
 
 

「
池
亭
記
」
の
後
半
が
白
楽
天
の
 
「
地
上
篇
」
 
の
影
響
の
下
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
地
上
鯖
」
 
の
閑
居
論
を
さ
さ
 
 

え
る
「
中
隠
」
「
吏
隠
」
の
精
神
を
継
承
す
る
も
り
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
 
 

「
他
事
記
」
 
に
 
 

と
”
亡
 
 
 

家
主
、
職
は
柱
下
に
在
り
と
旺
も
、
心
は
山
中
に
住
る
が
如
し
。
 
 

と
あ
る
の
は
、
白
詩
に
、
 
 

1
月
出
で
て
清
風
宋
た
る
、
忽
ち
に
山
中
の
タ
に
似
た
り
。
（
禁
中
寓
直
、
夢
遊
仙
遊
寺
 
巻
五
）
 
 

・
↑
、
さ
 
 

2
風
竹
松
煙
 
毒
も
関
を
掩
す
。
意
中
は
長
く
深
山
に
在
る
に
似
た
り
。
（
長
安
閑
居
 
巻
〓
二
）
 
 

と
あ
る
表
現
と
碑
似
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
 
「
中
層
」
 
の
精
神
の
醇
似
を
も
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
中
隊
」
 
と
は
官
吏
生
活
を
営
む
 
 

な
か
に
、
隠
逸
 
（
非
俗
）
 
り
精
神
生
活
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
相
入
れ
な
い
二
つ
の
生
活
形
態
の
矛
盾
に
満
ち
 
 

た
緊
張
の
上
に
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
白
詩
忙
、
 
 

3
是
れ
心
を
悔
む
る
所
に
好
し
。
何
ぞ
必
ず
し
も
深
山
に
在
ら
む
や
。
（
禁
中
 
巻
五
）
 
 

亡
二
L
 
 

h
■
 
4
端
然
 
作
す
所
無
く
、
身
意
閑
に
し
て
飴
り
有
り
。
…
…
幽
掲
己
に
云
に
極
ま
れ
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
山
中
に
居
ら
む
や
。
（
閑
居
 
 
巻
七
）
 
 

5
偶
た
ま
幽
閉
町
境
を
得
て
、
遼
に
塵
俗
の
心
を
忘
る
。
始
め
て
知
り
ぬ
異
の
隠
者
は
、
必
ず
し
も
山
林
に
在
ら
ぎ
る
こ
と
を
。
 
 
 

（
衝
新
庭
樹
、
困
詠
所
懐
 
巻
八
）
 
 

と
い
う
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
が
、
闇
「
在
＝
深
山
こ
 
Ⅷ
「
居
t
】
山
中
L
 
㈲
「
在
二
山
林
一
」
を
否
定
す
る
精
神
は
、
そ
う
し
た
相
入
れ
 
 

ぬ
生
活
形
態
の
緊
張
が
突
出
し
た
と
こ
ろ
と
い
え
る
の
で
ほ
 
 

膝
な
屈
め
腰
を
折
り
て
、
媚
を
王
侯
碍
周
に
求
め
む
｝
 
 
 」  
と  

票  
は  
ず  

な  
か
ろ
う
か
。
「
他
事
記
」
に
、
 
 

叩
づ
 
（
2
0
）
 
 

又
た
吉
を
選
り
色
避
り
て
、
躍
を
慄
山
幽
谷
に
刊
ら
む
こ
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と
を
要
ほ
ず
。
 
 

と
あ
る
の
も
、
同
様
に
解
せ
よ
う
。
 
 
 

そ
う
L
た
「
中
牒
」
の
緊
張
を
蓑
現
す
る
も
の
が
「
身
」
 
と
「
心
」
 
で
あ
っ
た
。
 
 

6
展
隠
は
葺
に
長
遥
な
ら
む
や
。
華
道
は
冥
捜
に
在
り
。
身
は
世
男
に
住
ま
る
と
旺
も
、
心
は
虚
無
と
輿
に
遊
ぶ
。
（
永
崇
里
観
屠
 
 
 

巻
五
）
 
 

7
誰
か
知
ら
む
智
繹
の
内
を
離
れ
ぎ
る
も
、
長
く
遭
遇
自
在
の
心
を
得
た
る
こ
と
を
。
（
菩
提
寺
上
方
晩
眺
 
巻
三
可
）
 
 

「
心
」
は
、
似
で
は
「
異
隠
」
と
「
世
界
√
に
た
い
し
、
t
7
I
で
は
「
智
櫻
」
忙
た
い
し
て
対
暗
す
る
。
と
も
す
れ
は
身
と
心
に
分
裂
 
 

し
か
ね
な
い
中
隠
め
緊
張
が
ほ
ら
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
中
隠
の
「
心
」
は
「
虚
無
」
な
い
し
「
若
造
自
在
心
」
と
 
 

冥
合
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
中
隠
を
と
り
ま
く
世
界
と
対
臆
す
る
。
「
虚
無
」
は
『
荘
子
』
『
列
干
』
に
典
拠
を
も
つ
語
で
、
老
荘
思
 
 

想
で
は
現
象
を
超
え
て
宇
宙
の
根
源
を
な
す
実
在
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
道
教
で
は
胎
恩
法
と
結
び
つ
い
て
、
根
源
の
発
と
い
う
よ
う
 
 

な
物
質
と
考
え
ら
九
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
と
の
冥
合
が
説
か
れ
る
。
㈲
の
「
冥
捜
」
が
閉
限
と
静
坐
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
 
 

ら
、
「
虚
無
」
と
り
冥
合
が
な
ん
ら
か
の
行
的
実
践
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
「
道
造
自
在
心
」
 
 

は
、
「
遭
遥
」
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
『
荘
子
』
潰
塞
源
蔚
が
寓
意
す
る
「
心
」
の
境
位
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
L
か
し
詩
作
の
 
 

場
が
「
菩
提
寺
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
が
老
荘
・
道
教
的
行
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
、
仏
教
的
な
禅
定
と
結
び
つ
い
て
い
 
 

た
の
か
ほ
不
明
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
白
楽
天
の
心
ほ
、
老
荘
、
道
教
、
仏
教
な
ど
が
薄
情
し
て
括
示
す
る
丁
心
」
へ
と
 
 

冥
合
す
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
り
よ
う
な
白
詩
り
い
う
「
心
」
 
野
澤
清
性
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
り
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
ら
の
思
想
が
 
 

個
々
の
体
系
性
を
も
っ
て
み
づ
か
ら
を
主
張
す
れ
ば
、
「
心
」
は
矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
 
 

「
心
」
は
、
主
体
性
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の
思
想
を
渾
渚
す
る
か
た
ち
で
存
在
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
心
」
の
主
体
と
な
る
も
 
 

の
こ
そ
、
中
国
文
化
の
土
壌
に
根
ざ
し
た
隠
逸
の
伝
統
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
言
い
か
え
九
ば
、
隠
逸
の
伝
統
は
思
想
り
博
清
性
 
 

を
特
色
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
詩
の
い
う
「
虚
無
」
な
い
し
「
遭
追
白
在
心
」
と
は
、
い
わ
ば
隠
逸
の
伝
統
の
表
現
で
あ
っ
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た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
白
楽
天
は
み
づ
か
ら
の
心
を
か
か
る
隠
逸
毎
伝
統
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
み
 
1
6
 
 

2
 
 

づ
か
ら
の
も
の
と
し
え
た
か
、
あ
る
い
は
L
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

自
縛
で
は
、
旧
I
「
心
輿
三
虚
無
－
遊
」
 
m
「
長
得
〓
竃
造
自
在
心
一
」
と
い
う
「
心
」
！
隠
逸
の
伝
統
－
か
ら
す
れ
ば
、
脚
「
長
似
－
 
 

在
〓
深
山
こ
と
 
脚
「
何
必
在
三
深
山
■
」
と
い
っ
た
矛
盾
も
、
同
じ
価
値
を
も
つ
表
現
に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
 
 

は
自
詩
の
「
深
山
」
が
「
心
」
と
対
比
さ
れ
る
象
徴
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
前
章
の
「
山
」
の
イ
メ
ー
 
 

ジ
の
考
察
を
確
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
白
詩
に
と
っ
て
の
「
山
」
が
、
世
俗
か
ら
隔
絶
し
た
個
別
具
体
的
な
空
間
 
 

と
い
う
意
味
を
希
薄
化
さ
せ
、
（
非
実
在
の
空
間
）
 
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
陪
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
「
池
牢
記
」
と
の
比
較
 
 

の
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
他
事
記
」
で
ほ
、
み
づ
か
ら
の
閑
居
を
「
山
」
と
対
比
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
二
個
所
み
え
る
、
い
ず
れ
も
前
掲
し
て
お
い
た
が
、
 
 

と
と
ね
r
 
一
つ
ほ
「
心
は
山
中
に
住
ま
る
が
如
し
」
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
「
又
た
言
を
遮
り
色
を
避
り
て
、
樅
を
深
山
幽
谷
に
刊
る
こ
と
を
要
 
 

ほ
ず
」
で
あ
る
。
「
他
事
記
」
 
の
 
「
山
」
 
に
つ
い
て
は
前
章
で
考
察
し
た
が
、
こ
こ
の
用
例
も
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
後
 
 

者
の
 
「
深
山
」
が
注
意
さ
れ
る
。
」
前
後
の
文
脈
の
語
句
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
「
遮
音
避
色
」
だ
が
、
こ
れ
は
諸
家
も
指
摘
す
 
 

る
よ
う
に
、
『
論
語
』
憲
問
責
の
「
子
日
は
く
、
聖
者
は
世
を
辟
く
。
其
の
次
は
地
を
辟
く
。
其
の
次
は
色
を
辟
く
。
其
の
次
は
言
を
 
 

（
2
1
）
 
 

辟
く
」
に
も
と
づ
い
て
由
り
、
孔
子
の
こ
の
言
葉
は
「
隠
遁
に
つ
い
て
の
教
え
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
も
文
脈
に
ふ
さ
 
 

わ
し
い
措
辞
で
あ
る
が
、
き
ら
に
わ
が
国
の
用
例
を
求
め
る
と
、
「
避
言
」
で
は
、
 
 

3
口
に
軟
静
を
叶
き
て
、
永
く
虚
言
を
離
れ
、
一
乗
を
受
持
し
て
、
偏
に
仏
恵
を
期
せ
り
。
練
行
の
昔
を
尋
ぬ
る
旺
、
人
の
跡
も
通
 
 
 

2
十
重
禁
戒
ほ
、
泊
鉢
を
低
け
ず
、
十
法
成
乗
ほ
、
語
黙
を
開
か
ず
。
息
は
虚
し
く
止
ら
ず
、
必
ず
無
常
を
観
ぜ
り
。
（
『
大
日
本
国
 
 

（
犯
）
 
 
 

法
華
経
験
記
』
巻
中
四
六
話
）
 
 

1
摂
津
国
島
下
郡
勝
尾
寺
の
住
僧
勝
如
ほ
、
別
に
草
庵
を
起
り
て
、
そ
の
中
に
蟄
居
せ
り
。
十
余
年
の
間
、
言
語
を
禁
断
す
。
弟
 
 

子
・
童
子
相
見
る
こ
と
稀
な
り
。
夜
中
に
人
あ
り
。
来
り
て
柴
の
戸
を
叩
き
ぬ
。
勝
如
言
語
を
忌
む
を
も
て
、
間
ふ
こ
と
を
待
 
 

ず
。
た
だ
痺
の
声
を
も
て
、
人
あ
り
と
知
ら
し
む
。
（
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
二
二
話
）
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よ
り
縦
を
刊
り
て
砂
礪
を
出
で
ぎ
り
き
。
（
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
－
二
話
〕
 
 

が
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
「
遜
色
」
に
引
用
し
た
文
m
も
こ
こ
に
加
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
似
た
用
例
と
し
て
は
、
「
閉
跡
」
「
絶
跡
」
が
 
 

楷
摘
で
き
る
。
 
 

3
花
洛
を
厭
ひ
て
多
武
峰
を
尋
ね
、
跡
を
閉
ぢ
て
鶴
居
せ
り
。
…
…
聖
人
隠
居
の
後
は
、
更
に
衆
の
中
に
出
で
ず
、
…
＝
こ
。
（
同
者
巻
 
 
 

下
 
八
二
話
）
 
 

い
 －
t
 

ほ
ず
、
鳥
の
青
も
聞
え
ざ
る
深
山
幽
谷
に
、
塵
を
結
び
て
任
せ
り
。
（
同
右
 
四
五
話
）
 
 

な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
用
例
を
検
出
し
た
典
拠
の
性
質
に
も
よ
ろ
う
が
 
（
た
だ
1
の
引
用
が
保
胤
の
用
例
で
あ
る
こ
と
ほ
注
意
さ
 
 

れ
る
「
 
前
章
で
指
摘
L
た
苦
修
練
行
の
一
つ
で
あ
る
語
黙
（
語
晰
）
 
の
行
を
意
味
し
て
い
る
。
と
く
に
3
で
は
 
「
深
山
幽
谷
」
と
 
 

結
び
つ
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
l
の
語
黙
行
も
「
別
に
草
庵
を
起
り
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
伽
藍
の
傍
に
わ
 
 

ぎ
わ
ぎ
 
「
草
庵
」
を
作
つ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
深
山
幽
谷
の
苦
行
を
模
擬
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
遜
色
」
 
は
、
 
 

用
例
を
求
め
に
く
い
も
の
だ
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
次
の
一
例
が
見
い
出
さ
れ
る
。
 
 

1
東
を
剃
り
除
き
て
衣
を
染
め
、
跡
を
深
山
に
削
り
て
、
色
を
避
け
世
を
通
れ
、
心
に
戒
律
を
護
ら
む
と
お
も
へ
り
。
然
れ
ど
も
、
 
 
 

妻
・
妻
側
に
あ
り
て
忽
然
と
L
て
培
て
が
た
く
、
子
孫
売
り
遊
び
て
、
燐
愚
自
ら
忙
生
ぜ
り
。
（
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
下
 
 

一
〇
四
話
）
 
 

こ
こ
の
「
避
色
」
 
は
、
「
遁
世
」
と
成
語
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
妻
妾
・
子
孫
の
簾
色
を
避
け
て
、
の
意
で
、
 
 

在
俗
著
が
出
家
す
る
こ
と
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

l
縦
ひ
我
故
の
昆
に
帰
り
て
、
ま
た
世
事
を
営
む
と
も
、
世
忙
あ
る
日
短
か
け
れ
ば
、
念
仏
を
す
る
忙
し
か
じ
と
お
も
へ
り
。
こ
れ
 
 

次
忙
「
刊
献
」
の
用
例
で
あ
る
が
、
 
 
 

2
山
門
に
跡
を
閉
ぢ
て
、
郷
里
を
好
ま
ず
、
勇
猛
精
進
し
て
、
一
心
に
経
を
読
め
り
。
…
＝
・
そ
の
後
多
年
読
諦
を
蓮
た
り
と
い
へ
ど
 
 
 

も
、
巻
数
を
記
さ
ず
最
後
に
臨
み
て
、
悩
気
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
専
ら
に
重
き
病
に
あ
ら
ず
。
〔
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
上
 
 
 

二
五
話
）
 
 

†
セ
ラ
†
 
 

1F   
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（
2
3
）
 
 
 

行
涌
い
よ
新
な
り
。
（
『
慈
覚
大
師
偉
』
）
 
 

い
ず
れ
も
（
山
中
深
く
）
足
跡
す
な
わ
ち
姿
を
隠
す
意
だ
が
、
4
を
除
い
て
は
、
生
涯
二
度
と
世
俗
の
里
へ
ほ
下
り
て
来
る
こ
と
の
 
 

な
い
山
中
苦
行
の
出
発
を
意
味
す
る
用
例
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

慶
滋
保
胤
の
浄
土
教
信
仰
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
教
義
を
考
慮
す
れ
は
、
「
避
言
避
色
」
 
は
た
ん
に
典
拠
と
さ
れ
る
 
『
論
語
』
 
の
用
 
 

例
を
超
え
て
、
わ
が
国
の
仏
教
信
仰
圏
に
お
け
る
用
例
の
意
味
合
い
の
な
か
で
構
文
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
 
 

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
他
事
記
」
の
「
深
山
幽
谷
」
 
の
文
脈
も
や
ほ
り
、
第
二
童
で
考
察
し
た
「
入
山
」
と
同
じ
く
、
山
中
へ
の
出
 
 

家
遁
世
、
苦
修
練
行
に
か
か
わ
る
用
例
が
点
綴
さ
九
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
避
言
避
色
」
は
、
文
脈
の
と
り
よ
う
に
 
 

よ
っ
て
、
出
家
遁
世
の
情
況
を
据
え
た
も
の
か
、
苦
値
鰊
行
の
内
容
を
示
し
た
も
の
か
、
り
二
つ
の
解
釈
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

前
者
で
あ
れ
ば
、
世
俗
の
人
の
虚
言
を
離
れ
、
世
俗
の
人
と
？
交
わ
り
を
断
っ
て
の
意
味
と
な
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
語
黙
と
独
居
 
 

の
行
に
励
ん
で
の
意
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
他
事
記
」
の
「
深
山
」
は
、
世
俗
と
か
け
離
れ
た
場
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
 
 

苦
修
練
行
の
場
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
「
傑
山
」
 
の
背
後
に
は
、
仏
道
の
聖
域
と
し
て
の
固
有
名
詞
を
も
つ
 
 

山
が
ひ
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

従
来
、
保
胤
と
白
楽
天
の
閑
居
論
が
比
較
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
相
異
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
は
保
胤
り
信
仰
に
た
い
す
る
 
 

（
2
4
）
 
 

白
楽
天
の
琴
洒
で
あ
り
、
ま
た
身
心
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
首
肯
す
る
点
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
幅
を
ひ
ろ
げ
て
 
 

保
胤
の
閑
居
論
を
自
詩
文
学
の
な
か
で
読
み
と
く
方
法
を
試
み
た
か
っ
た
。
そ
の
て
が
か
り
が
「
山
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
比
較
で
あ
っ
 
 

た
。
保
胤
の
閑
居
論
が
白
楽
天
の
閑
居
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
と
決
定
的
に
異
な
る
点
ほ
、
保
胤
閑
居
論
に
対
比
さ
れ
る
 
「
山
」
 
が
 
 

（
実
在
の
空
間
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
言
え
る
こ
と
は
、
保
胤
に
と
っ
て
は
、
閑
居
も
ひ
と
つ
の
価
値
で
 
 

あ
る
が
、
対
比
さ
れ
る
か
た
ち
で
背
後
に
ひ
か
え
る
「
山
」
も
同
じ
く
ひ
と
つ
甲
価
値
と
し
て
実
在
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
、
 
 

措
局
の
と
こ
ろ
、
保
胤
の
閑
居
は
相
対
の
価
値
し
か
も
た
ぬ
場
で
あ
っ
た
。
し
か
が
っ
て
、
「
不
．
尊
王
避
．
言
避
．
色
、
而
刊
二
縦
於
深
 
 
 

5
是
に
 
 

4
壮
年
の
時
に
通
び
て
、
出
仮
名
聞
を
背
き
て
、
山
門
に
深
く
跡
を
閉
ぢ
ぬ
。
（
同
右
巻
下
 
八
三
話
）
 
 

し
－
－
 
此
の
山
の
北
洞
の
幽
閉
の
虞
を
尋
ね
、
州
を
結
び
て
庵
と
鰯
、
跡
を
絶
ち
て
終
り
を
待
つ
。
…
…
蟄
居
す
る
こ
と
l
ニ
年
、
練
 
 

18  



慶混保胤「他事記」試論  220  

山
幽
谷
■
」
と
い
い
、
「
心
加
レ
性
二
山
中
一
」
と
い
う
の
も
、
隠
遁
の
場
を
警
、
る
比
較
の
問
題
と
な
っ
て
い
た
町
で
あ
る
。
そ
九
は
 
 

「
山
」
を
象
徴
化
す
る
こ
と
で
、
お
の
れ
の
閑
居
を
絶
対
化
し
ょ
う
と
し
た
自
詩
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
前
章
で
指
摘
し
た
「
入
 
 

山
」
に
向
う
隠
遁
老
の
群
へ
甲
注
視
も
ま
た
、
み
づ
か
ら
の
閑
居
と
の
比
較
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
隠
遁
老
の
群
へ
望
口
及
は
、
 
 

「
他
事
記
」
の
伏
線
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

白
楽
天
が
「
中
隠
」
の
生
き
か
た
を
貢
い
て
、
結
局
は
隠
避
L
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
保
胤
は
出
家
入
山
し
、
『
硫
本
朝
往
 
 

（
2
5
）
 
生
伝
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
や
が
て
頭
陀
・
拝
観
行
に
旅
立
ち
、
東
山
如
意
輪
寺
で
入
寂
し
て
い
る
。
経
歴
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
 
 

軌
跡
は
、
両
者
の
閑
居
論
の
ず
れ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
忙
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

■
へ
じ
 
 
 

身
と
心
の
問
題
は
、
従
来
か
ら
「
他
事
記
」
と
「
池
上
篇
」
と
を
比
較
す
る
視
座
と
し
て
重
視
き
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
前
章
 
 

と
同
じ
く
、
白
詩
文
学
圏
の
な
か
で
、
身
心
と
閑
居
論
を
読
み
と
く
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

白
楽
天
の
「
池
上
篇
井
序
」
（
巻
六
九
）
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
 
 

大
和
三
年
貢
、
驚
天
始
め
て
請
ふ
て
太
子
宜
客
と
慮
り
、
秩
を
浄
下
に
分
か
ち
、
窮
を
池
上
に
息
は
し
む
る
こ
と
を
得
た
り
。
凡
 
 

お
は
む
 
 
そ
≡
任
の
得
た
る
所
と
、
四
人
の
興
へ
た
る
所
と
＼
吾
が
不
才
の
身
と
、
今
率
ね
他
車
の
物
と
為
る
。
池
風
の
春
、
池
月
の
秋
、
 
 

あ
し
た
な
 
 
水
香
ぐ
は
し
く
蓮
開
く
旦
、
露
清
く
鶴
嘆
く
夕
に
至
る
毎
に
、
穆
の
右
を
沸
ひ
、
陳
の
酒
を
畢
げ
、
雀
の
琴
を
穫
き
、
姜
の
秋
恩
 
 

か
き
な
 
 
を
撃
つ
れ
ば
、
覆
然
目
通
し
て
そ
の
他
を
知
ら
ず
。
 
 

大
型
二
年
は
八
二
九
年
、
白
楽
天
五
十
九
歳
。
こ
の
年
の
春
、
忠
州
・
杭
州
・
蘇
州
の
刺
史
の
歴
任
を
了
え
て
、
太
子
賓
客
と
い
う
 
 

非
職
の
国
務
大
臣
と
し
て
洛
陽
で
骨
品
勤
務
に
着
い
た
。
「
高
官
の
隠
居
役
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
文
中
の
「
三
任
」
と
ほ
刺
史
 
 

の
歴
任
を
さ
し
、
「
四
人
」
と
は
次
に
名
が
あ
げ
ら
れ
た
榛
東
丁
陳
蕃
山
・
僅
晦
叔
・
妻
発
を
拇
し
、
い
ず
九
も
白
楽
天
が
歴
任
 
 

し
た
三
州
で
の
友
人
で
あ
っ
た
。
引
用
文
か
ら
ほ
実
質
的
に
官
僚
生
活
か
ら
退
く
こ
と
が
で
き
た
身
の
深
い
や
す
ら
ぎ
が
感
じ
ら
れ
 
 

19   
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る
。
こ
の
よ
う
な
印
象
か
ら
し
て
、
「
池
上
薦
井
序
」
の
主
題
が
閑
居
の
楽
し
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
主
題
を
支
え
て
い
 
2
0
 
 

る
り
が
、
「
息
解
於
池
上
」
、
と
い
い
、
「
蘭
然
自
適
」
と
い
う
身
心
の
安
楽
に
よ
る
合
一
の
自
足
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
身
と
心
の
二
元
性
は
、
白
詩
の
表
現
に
き
わ
め
て
多
く
あ
ら
わ
れ
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
 
 

1
散
璃
な
れ
ど
も
憂
苦
無
く
は
、
心
安
く
休
も
労
ぷ
。
（
効
陶
潜
体
詩
 
六
首
 
其
六
 
巻
五
〕
 
 

「
散
璃
」
と
「
無
二
憂
患
一
」
き
こ
と
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
「
心
」
の
安
寧
が
自
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
身
」
の
安
 
 

穏
も
得
ら
れ
る
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
心
の
「
適
」
甲
自
覚
を
通
し
て
、
身
、
そ
し
て
身
忙
受
け
と
め
ぎ
る
を
え
な
い
 
 

人
生
の
憂
苦
 
（
「
散
腰
」
）
 
を
達
意
す
る
こ
と
で
、
身
心
の
合
一
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
自
詩
町
身
と
心
の
二
元
性
の
モ
チ
1
7
は
 
 

け
っ
し
て
静
止
的
で
は
な
く
、
つ
ね
に
相
克
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
構
図
化
さ
れ
て
い
る
。
次
の
詩
も
そ
う
で
あ
る
。
 
 

2
便
ち
心
中
の
適
を
得
て
、
轟
く
に
自
外
の
事
を
忘
る
。
（
効
陶
潜
体
詩
十
六
首
 
其
六
 
巷
五
）
 
 

は
七
 
 

や
ど
 
 

3
心
を
身
体
の
中
に
寓
し
、
性
を
方
寸
の
中
に
寓
す
。
此
の
身
ほ
足
れ
外
物
な
り
。
何
ぞ
苦
は
だ
憂
愛
す
る
に
足
ら
む
や
。
（
達
懐
 
 
 

巻
六
〕
 
 

2
で
は
「
身
外
の
事
」
＝
身
を
通
し
て
入
り
込
む
人
生
そ
り
も
の
ほ
、
「
心
中
の
適
」
＝
心
の
日
由
の
価
値
甲
前
で
は
「
忘
」
れ
ら
れ
 
 

る
、
す
な
わ
ち
無
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
。
3
で
は
、
ま
ず
「
寓
性
方
寸
中
」
と
は
（
性
）
 
を
十
全
に
心
臓
に
保
っ
て
い
る
と
い
う
 
 

い
つ
く
 
 

意
り
（
性
）
を
寓
す
「
心
」
 
に
較
べ
れ
ば
、
「
身
」
を
憂
え
た
り
愛
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
な
ど
言
う
に
足
り
な
い
と
い
う
も
の
、
い
ず
 
 

れ
も
1
と
同
じ
構
図
が
よ
み
と
れ
る
。
 
 
 

身
と
心
の
相
克
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
人
世
の
憂
苦
に
あ
っ
て
、
身
と
心
り
介
離
を
自
覚
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
人
間
存
在
の
悲
 
 

哀
の
去
現
で
あ
っ
た
。
自
詩
は
そ
り
よ
う
な
悲
哀
を
、
前
章
で
考
察
し
た
隠
逸
の
伝
統
へ
結
び
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
で
止
揚
し
よ
う
と
 
 

し
た
の
で
あ
る
。
 
 

4
百
憶
は
碕
木
の
如
く
、
冗
然
知
る
所
無
し
。
方
寸
は
死
灰
の
如
く
、
寂
然
鼠
ふ
所
無
し
。
（
隠
凡
 
巻
六
）
 
 

「
稿
本
」
「
死
灰
」
 
は
い
ず
れ
も
『
荘
子
』
 
の
語
。
人
世
に
属
す
る
 
「
百
惜
」
と
「
方
寸
」
と
を
と
も
に
無
化
す
る
と
い
う
も
の
。
 
 

そ
れ
に
よ
っ
て
、
身
心
に
受
け
入
れ
ぎ
る
を
え
な
い
憂
苦
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
の
二
て
あ
る
。
そ
甲
無
化
の
背
後
に
は
、
『
荘
子
』
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的
措
辞
を
通
し
て
隠
逸
の
伝
統
が
重
く
慎
た
わ
る
と
い
う
構
図
を
見
せ
て
い
る
。
 
 
 

こ
こ
に
は
わ
ず
か
な
引
用
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、
と
も
か
く
も
白
詩
に
お
け
る
身
と
心
の
二
元
的
表
現
ほ
、
相
克
の
ダ
イ
ナ
ミ
 
 

ズ
ム
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
し
か
し
「
池
上
篇
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
、
と
も
す
れ
ば
介
離
し
が
ち
な
身
心
の
緊
張
 
 

は
も
ほ
や
う
か
が
え
な
い
。
身
心
合
一
の
自
足
に
よ
る
閑
居
の
楽
L
み
と
い
う
主
題
ほ
、
身
と
心
の
相
克
と
い
う
白
詩
の
モ
チ
ー
フ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

の
究
極
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ほ
、
「
池
上
篇
」
 
は
身
心
の
相
克
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
白
 
 

詩
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

「
他
事
記
」
後
半
の
主
題
は
や
は
り
閑
居
の
楽
し
み
と
い
え
よ
う
。
そ
の
主
題
を
支
え
て
い
る
の
は
、
 
 

1
朝
に
在
り
て
身
は
暫
ら
く
王
事
に
随
ふ
と
も
、
家
に
在
り
て
心
は
永
く
仏
郡
に
帰
る
。
 
 

2
 
（
読
書
≡
昧
を
楽
し
め
る
の
は
）
身
は
朝
に
在
る
も
志
は
隠
に
在
る
を
以
ち
て
な
り
。
 
 

で
あ
る
。
身
と
心
の
二
元
的
表
現
は
さ
き
に
、
「
池
上
篇
」
 
に
帰
結
す
る
白
詩
の
モ
チ
ー
フ
を
学
ん
だ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
 
 

白
楽
天
の
「
中
隠
」
 
の
処
生
術
を
同
じ
よ
う
に
吐
露
し
た
句
で
あ
る
。
題
材
・
表
現
・
主
題
と
も
に
「
池
上
篇
」
を
学
ん
だ
形
跡
が
 
 

顕
著
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
池
上
篇
」
 
の
主
題
を
支
え
る
も
の
は
 
「
身
心
 
 

合
一
り
自
足
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
ほ
身
と
心
の
相
克
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
九
に
較
べ
て
「
他
事
記
」
 
 

（
2
6
）
 
 

の
特
色
ほ
、
身
と
心
と
が
二
元
的
に
観
照
さ
れ
、
心
が
身
か
ら
介
離
し
た
ま
ま
で
安
寧
を
得
て
い
る
と
い
う
文
脈
に
あ
る
。
身
の
存
 
 

在
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

思
う
忙
、
身
心
一
如
の
救
済
を
自
覚
し
て
説
き
は
じ
め
る
の
は
、
遠
く
山
二
世
紀
以
後
の
法
然
ら
の
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
た
ち
 
 

で
あ
っ
た
。
鎌
倉
新
仏
数
の
祖
師
た
ち
に
普
遍
的
に
横
た
わ
っ
た
課
題
は
、
人
間
存
在
の
卑
小
性
を
自
覚
し
た
自
己
の
凡
夫
性
の
超
 
 

克
に
あ
っ
た
こ
と
ほ
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
凡
夫
意
識
こ
そ
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
「
身
」
の
存
在
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 
 

「
池
上
篇
」
と
の
比
較
を
通
し
て
、
「
他
事
記
」
の
異
質
性
が
、
は
し
な
く
も
鎌
倉
新
仏
教
史
の
課
題
に
つ
ら
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
指
 
 

摘
す
る
こ
と
で
本
論
を
結
び
た
い
と
患
う
。
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（
1
）
 
 

す
）
 
 

｛
3
）
 
 

T
こ
 
 

（
5
）
 
 
 

（
6
〕
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

注
 
 
 

大
曽
根
孝
介
「
「
他
事
記
L
論
」
｛
山
岸
確
乎
篇
「
日
本
漢
文
学
論
考
L
岩
波
書
店
）
 
 
 

柿
村
重
松
「
本
朝
文
粋
草
野
〓
内
外
出
版
株
式
会
社
）
下
巻
六
九
七
頁
以
下
。
 
 
 

国
史
大
系
本
 
巻
八
 
三
二
四
頁
以
下
。
 
 
 

永
原
慶
二
「
日
本
の
中
世
社
会
」
〈
岩
波
書
店
）
 
二
章
一
節
 
六
七
頁
。
 
 
 

原
文
は
「
件
等
田
。
以
二
堤
西
中
河
水
】
渾
ユ
漑
之
－
」
と
あ
る
。
「
県
西
中
河
水
」
が
難
解
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
「
築
鮭
西
側
の
河
中
の
水
」
と
理
 
 

解
し
て
論
を
進
め
た
。
つ
ま
り
鴫
何
の
支
流
、
あ
る
い
は
別
の
川
と
理
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。
示
教
を
乞
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

原
文
の
訓
読
ほ
岩
波
古
典
文
学
大
系
「
本
朝
文
粋
』
 
（
小
島
憲
之
訓
読
・
校
注
）
 
に
従
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
 
 
 

永
原
慶
二
前
掲
蕃
（
注
4
）
 
八
二
頁
。
 
 
 

大
曽
根
章
介
前
掲
書
注
1
 
二
三
二
頁
。
 
 
 

井
上
光
月
氏
は
「
貴
族
界
に
対
す
る
批
判
」
を
読
み
と
っ
て
お
ら
れ
る
 
（
F
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
」
山
川
出
版
社
 
九
九
頁
、
「
日
本
古
代
の
 
 

国
家
と
仏
教
」
岩
波
書
店
一
五
一
首
ご
 
し
、
大
骨
現
孝
介
氏
ほ
さ
ら
に
 
「
都
人
」
 
に
た
い
す
る
批
判
を
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
 
（
前
掲
苔
注
1
、
二
 
 

二
三
男
以
下
】
。
 
 
 

井
上
光
点
「
日
本
古
代
国
家
と
宗
教
」
 
（
前
掲
）
一
五
二
頁
。
 
 
 

山
上
憶
良
「
令
反
或
情
話
一
首
井
序
」
 
〈
巻
五
 
八
〇
〇
】
 
 
 

日
本
思
想
大
系
「
往
生
借
 
法
華
験
記
」
（
大
骨
根
章
介
訓
読
 
岩
波
書
店
）
 
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。
 
 
 

績
群
書
煩
従
巻
二
百
十
四
。
 
 
 

小
島
憲
之
校
筋
損
害
（
注
R
ニ
 
四
一
七
京
。
 
 
 

以
下
、
r
自
氏
文
集
』
の
引
用
の
場
合
ほ
吾
名
を
記
さ
ず
巻
数
の
み
を
あ
げ
る
。
 
 
 

「
白
氏
文
集
」
 
に
は
 
「
効
陶
潜
鴎
詩
十
六
首
」
 
（
巻
五
】
 
の
よ
う
に
陶
淵
明
詩
の
詩
体
を
模
倣
し
た
作
品
も
み
ら
れ
る
。
 
 
 

岩
波
思
想
大
系
「
源
信
」
 
〈
石
田
喘
磨
訓
読
、
岩
波
書
店
〉
 
巷
下
 
大
文
帯
十
 
三
一
〇
頁
。
 
 
 

岩
波
文
庫
版
上
巻
二
二
五
男
。
 
 
 

大
R
こ
不
仏
教
全
書
巻
三
九
、
七
二
頁
。
 
 
 

小
島
憲
之
氏
は
「
刊
」
を
「
き
ぎ
 
（
ま
む
）
」
 
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
に
引
用
L
た
 
「
法
華
験
記
」
 
（
巻
下
一
〇
四
語
）
 
に
 
「
削
跡
深
山
」
 
 

と
あ
る
の
で
、
「
け
づ
る
」
 
と
変
え
た
。
 
 
 

吉
川
幸
次
郎
「
論
語
」
下
巻
（
朝
日
新
聞
社
）
一
八
二
頁
。
 
 
 

岩
波
思
想
大
系
「
往
生
停
 
法
葦
誤
記
」
 
（
岩
波
書
店
）
 
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。
 
 
 

頒
群
書
類
従
巻
二
百
十
一
 
 
 

大
曾
根
章
介
前
掲
書
 
（
注
1
）
 
二
三
三
貢
、
二
三
七
頁
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（
空
 
第
三
一
話
（
『
往
生
停
 
法
華
験
記
」
所
収
本
 
二
四
七
頁
）
 
 

（
空
 
大
骨
板
葺
介
氏
は
本
文
1
に
つ
い
て
 
「
こ
の
時
点
で
作
者
が
官
人
と
し
て
の
職
務
を
廃
棄
し
、
出
家
し
よ
う
と
意
向
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
 
 
 

も
の
で
ほ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
「
身
」
と
「
心
L
と
り
対
立
栢
剋
を
三
小
す
も
の
で
も
な
い
。
精
神
の
自
体
へ
の
優
位
が
 
r
暫
」
と
 
「
永
」
の
対
此
と
 
 
 

な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
し
た
い
」
「
作
者
自
身
は
こ
竺
一
重
生
活
転
ほ
何
等
矛
盾
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
 
こ
別
掲
毒
）
。
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